
４
年
ぶ
り
に
復
活
す
る
８
月

３
日
か
ら
５
日
に
か
け
て

行
わ
れ
る
「
沼
田
ま
つ
り
」
。
前
身

の
沼
田
祇
園
祭
り
は
、
天
正
18
年

（
１
５
９
０
）
に
商
売
の
神
様
と

し
て
、
天
王
石
（
現
在
の
テ
ラ
ス

沼
田
前
）
に
牛
頭
天
王
宮
（
現
在

の
須
賀
神
社
）
が
祭
ら
れ
た
の
が

始
ま
り
で
、
須
賀
神
社
と
榛
名
神

社
の
祭
礼
と
し
て
行
っ
て
き
ま
し

た
。
昭
和
30
年
代
半
ば
の
経
済
成

長
の
時
代
に
衰
退
し
ま
し
た
が
、

氏
神
様
を
崇
拝
す
る
心
は
絶
え
る

こ
と
な
く
、
昭
和
40
年
代
に
両
神

社
の
渡
御
が
行
わ
れ
、
昭
和
46
年

に
市
民
の
祭
り
「
沼
田
ま
つ
り
」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　
祭
り
に
華
を
添
え
る
の
が
、
に

ぎ
や
か
な
祭
り
囃
子
で
す
。
江
戸

時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
の
初
め

に
、
お
囃
子
や
山
車
は
前
橋
周
辺

の
土
地
か
ら
沼
田
へ
伝
わ
っ
た
と

い
わ
れ
、
特
筆
さ
れ
る
お
囃
子
と

し
て
上
州
系
統
の
「
さ
ん
て
こ
囃

子
」
が
あ
り
ま
す
。
さ
ん
て
こ

囃
子
の
中
で
現
在
６
曲
が
継
承
。

締
太
鼓
の
音
を
高
く
調
律
し
、
強

弱
を
は
っ
き
り
た
た
く
奏
法
で
、

ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
で
優
雅

な
響
き
を
奏
で
ま
す
。
　
　

　
沼
田
ま
つ
り
の
見
ど
こ
ろ
は
、

ま
ん
ど
と
呼
ば
れ
る
山
車
の
競
演

と
祭
り
囃
子
で
す
。
各
町
の
ま
ん

ど
が
一
斉
に
集
結
す
る
場
は
一
層

盛
り
上
が
り
ま
す
。
ま
ん
ど
に

乗
る
暫

し
ば
ら
く

や
素

い

ざ

な

き

の

み

こ

と

戔
嗚
尊
、
小
鍛
冶
と

い
っ
た
歴
史
上
の
神
獣
や
神
、
能

役
者
な
ど
の
人
形
も
、
色
鮮
や
か

で
見
る
人
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。

　
お
囃
子
の
普
及
や
伝
承
に
取
り

組
む
沼
田
祇
園
囃
子
保
存
会
連
合

会
は
、
昭
和
54
年
に
ま
ん
ど
を
保

有
す
る
10
カ
町
か
ら
結
成
。
文
化

祭
で
の
お
披
露
目
や
、
市
内
小
学

校
で
お
囃
子
体
験
な
ど
に
も
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

待
ち
に
待
っ
た

待
ち
に
待
っ
た    

熱
気
再
び

熱
気
再
び

響
く
音
色
と
リ
ズ
ム
　
地
域
の
祭
り
伝
え
て

だんだんたたけるよう
になってきたよ。法被
を着てお祭りに参加
するのが楽しみだな

吉野麻莉愛さん
沼田北小5年
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